
華
厳
学
に
お
け
る
佛
の
自
内
証
の
問
題
は
、
学
の
根
本
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
絶
え
ず
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
意
味
を
持
っ
て

い
る
。
佛
教
学
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
学
と
い
え
ど
も
こ
の
問
題
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
特
に
華
厳
学
に
お
い

①

て
は
、
そ
の
成
立
の
根
拠
を
形
成
す
る
「
大
方
廣
」
で
あ
る
佛
陀
と
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
意
味
を
持
て
る
も
の
で
あ
る
か
。
こ
の
問

い
が
、
菩
薩
道
を
踏
ま
え
た
衆
生
の
あ
ゆ
み
に
対
す
る
無
限
の
問
い
か
け
と
し
て
、
そ
の
道
程
の
一
歩
一
歩
に
お
い
て
碓
認
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
き
た
精
神
の
あ
ゆ
み
を
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
遺
物
と
し
て
捉
え
、

そ
の
抽
象
的
概
念
を
規
定
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
常
に
問
い
直
す
と
い
う
操
作
は
必
要
で
な
い
。
し
か
し
、
一
切
の
固
定
化
を
否
定
し
超
越

し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
法
性
真
如
界
を
念
々
に
具
現
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
普
遍
的
に
し
て
甚
深
な
大
方
廣
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば

『
華
厳
経
」
は
常
に
現
実
的
意
味
を
も
っ
て
、
自
ら
の
進
む
、
へ
き
方
向
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
衆
生
に
、
そ
の
本
来
性
へ
の
還
帰
を
語
り
か

『
華
厳
経
」
は
常
に
現
実
的
意
味
シ

け
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

有
漏
の
分
別
智
に
つ
い
て

一

ｌ
華
厳
学
へ
の
一
試
論
Ｉ

鍵
主
良
敬
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そ
の
問
い
か
け
に
対
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
何
を
も
っ
て
答
え
る
ゞ
へ
き
か
。
あ
る
い
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
職
答
え
る
必
要

が
あ
る
の
か
。
そ
れ
ら
が
、
衆
生
に
お
け
る
主
体
性
の
問
題
と
し
て
、
改
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
佛
と
は
、
単
に

衆
生
と
か
け
離
れ
た
存
在
で
は
な
い
。
仮
り
に
そ
れ
が
衆
生
的
迷
妄
を
超
越
し
て
真
理
に
目
覚
め
た
者
と
い
う
意
味
を
現
わ
し
て
い
る
に

し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
衆
生
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
、
衆
生
の
が
わ
か
ら
佛
の

存
在
を
知
り
、
そ
の
開
顕
さ
れ
た
自
内
証
に
対
し
て
応
同
す
る
何
ら
か
の
能
力
が
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
、
す
で
に
内
在
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
も
し
、
応
同
す
べ
き
何
ら
の
手
が
か
り
も
な
い
と
す
る
な
ら
、
佛
陀
の
問
い
か
け
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
の
意

味
も
な
さ
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
佛
の
自
内
証
に
か
か
わ
る
か
。
し
か
も
、
そ
の
自
内
証

が
、
佛
陀
自
身
の
内
に
確
証
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
明
ら
か
に
具
体
的
な
あ
る
種
の
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
い
か
に
し
て
も
知
り
得
な
い

も
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
智
を
、
い
か
に
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
内
に
も
確
認
で
き
る
か
。
そ
れ
が
、
自
内
証
に
よ
っ

て
開
か
れ
た
法
性
真
如
界
に
対
応
す
る
、
衆
生
の
内
な
る
智
慧
の
問
題
と
し
て
、
現
実
的
な
意
味
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
事
実

の
う
え
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

智
慧
と
い
え
ば
、
大
乗
佛
教
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
佛
菩
薩
に
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
こ
と
ほ
ど
簡
単
に
規
定
で
き
な
い
複
雑
な
背
景
が
み
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
佛
菩
薩
の
智
慧
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の

意
味
で
の
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
も
の
を
知
る
と
い
っ
て
い
る
知
り
方
と
も
関
連
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
、
す
で
に

自
明
の
こ
と
と
し
て
知
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
必
ず
し
も
明

確
な
答
え
が
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
意
味
で
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
知
り
方
と
、
真
に
人
間
で
あ
る

こ
と
は
知
ら
な
い
こ
と
を
覚
知
し
て
い
る
知
り
方
と
の
間
に
は
、
何
か
質
的
な
差
異
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
知
り
方
の
間
の
質
的
相
違
は
、
佛
菩
薩
の
智
慧
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
何
ら
の
手
が
か
り
に
も
な

1ヂ
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大
乗
佛
教
が
、
そ
の
存
在
の
全
体
を
か
け
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
「
大
乗
」
そ
の
も
の
の
意
味
を
、
理
論
的
に
も
っ
と
も
巧
み
に

体
系
づ
け
、
特
に
如
来
蔵
思
想
に
立
っ
て
、
大
乗
教
学
の
白
眉
と
し
て
の
綱
要
的
組
織
論
を
展
開
し
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
論
著
に
『
大

②

乗
起
信
論
」
が
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
こ
の
害
は
、
体
大
と
し
て
の
真
如
と
、
相
大
と
し
て
の
如
来
蔵
を
、
用
大
と
い
う
世
間
よ
り
出
世

ら
な
い
の
か
。
も
し
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
佛
智
に
対
応
さ
れ
る
日
常
的
衆
生
の
知
見
は
、
い
か
な
る
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
る
か
ら
な

の
か
。
ま
た
、
そ
の
日
常
性
の
故
に
、
ど
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
逆
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
世
俗
的
覚
知
に
対

す
る
、
い
か
な
る
批
判
の
原
理
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
日
常
性
が
日
常
性
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
景
に
日
常

性
を
超
え
た
何
ら
か
の
原
理
が
発
見
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
凡
夫
の
世
間
智
を
世
間
智
で
あ
る
と
知
ら
し
め
る
原
理

こ
そ
、
対
象
を
真
に
知
る
も
の
と
し
て
の
佛
の
智
慧
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
佛
智
こ
そ
佛
陀
の
成
道
に
お
い
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
内
景
を
成
り
立
た
し
め
た
も
の
こ
そ
、
覚
者
と
し
て
の
覚
知
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
覚
知
を
成
立
し
得
た
そ
の
智
と

は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
こ
で
は
衆
生
の
世
俗
性
と
は
異
な
っ
た
ど
の
よ
う
な
展
洲
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て
反
照
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
有
漏
の
智
の
性
格
が
厳
密
に
解
明
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
有
漁
の
分
別
智
と
し
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
論
述
し
よ
う
と
す
る
課
題
も
、
以
上
の
意
味
で
の
智
慧
の
性
格
に

対
す
る
一
論
考
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

間
へ
の
力
動
的
進
展
に
お
い
て
捉
え

③

一
切
菩
薩
皆
乗
二
此
法
一
到
二
如
来
地
一
故
。

と
い
わ
れ
る
世
界
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
心
真
如
門
と
心
生
滅
門
を
開
設
す
る
。

二

「
此
法
」
と
い
わ
れ
る
諸
法
の
根
元
的
事
実
と
し
て
の
「
一
心
法
」

④

心
真
如
門
は
「
不
生
不
滅
」
に
し
て
「
畢
寛
平
等
」
で
あ
る
「
離
言

1q
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覚
と
は
覚
知
の
義
で
あ
る
が
、
そ
の
覚
知
に
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の

覚
知
の
作
用
は
、
す
ゃ
へ
て
心
の
う
え
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
そ
の
心
の
は
た
ら
き
の
本
質
的
在
り
方
は
、
必
ず
し
も
意
識
活
動
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
な
い
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
！
意
識
を
超
え
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
真
に
も
の
を
虹
る
外
り

方
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
無
意
識
で
は
な
い
。
そ
の
意
識
で
捉
え
ら
れ
な
い
心
の
在
り
方
は
、
個
人
の
う
え
の
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
同
時
に
「
等
二
虚
空
界
《
無
し
所
し
不
し
偏
」
と
し
て
、
一
切
の
世
界
と
つ
な
が
り
、
そ
の
一
点
に
お
い
て
す
等
へ
て
を
成
り
立
た
せ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
覚
知
の
普
遍
性
と
本
質
性
に
お
い
て
「
如
来
平
等
法
身
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
そ
の
こ
と
に

お
い
て
す
べ
て
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
覚
知
す
る
こ
と
の
で
き
る
諸
法
の
根
元
的
事
実
を
見
出
し
た
こ
と
で
あ
り
、
在
り
方
と
し
て
は
、

⑤

説
相
」
で
あ
る
か
ら
、
仮
り
に
言
葉
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
に
し
て
も
、
説
か
れ
る
こ
と
自
身
を
否
定
す
る
相
に
お
い
て
こ
そ
明
ら
か
に
な⑥

る
、
へ
き
で
あ
り
、
真
偽
・
増
減
・
有
無
・
一
異
な
ど
の
一
切
の
比
較
を
絶
し
た
境
地
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
心
生
滅
門

は
、
離
言
の
真
如
の
現
実
的
具
体
相
と
し
て
生
滅
す
る
衆
生
の
事
実
の
う
え
に
、
ど
の
よ
う
に
不
生
不
滅
の
真
如
が
具
現
す
る
か
。
ま
た
、

生
滅
の
世
界
の
中
に
不
生
不
滅
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
依
る
べ
き
根
拠
と
な
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。
な
ど
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、

衆
生
の
「
生
滅
心
」
も
、
明
ら
か
に
生
滅
で
あ
り
つ
つ
、
生
滅
と
い
わ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
生
滅
を
離
れ

た
心
を
背
景
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
背
景
と
な
る
心
を
「
如
来
蔵
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て

⑦

不
生
不
滅
與
二
生
滅
一
和
合
、
非
”
一
非
し
異
名
為
二
阿
梨
耶
識
宅

と
い
っ
て
、
阿
梨
耶
識
こ
そ
が
衆
生
よ
り
佛
へ
の
道
程
を
成
り
立
た
せ
る
衆
生
の
内
な
る
原
理
で
あ
る
と
し
、
そ
の
具
体
的
な
進
展
の
歩

み
を
本
覚
・
始
覚
・
不
覚
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

所
し
言
覚
義
者
、
謂
心
体
離
似
念
。
離
念
相
者
等
二
虚
空
界
《
征
併
所
〃
不
し
侃
。
法
界
一
相
、
即
是
如
来
平
等
法
身
。
依
二
此
法
身
｝
説

名
二
本
覚
争
何
以
故
。
木
覚
義
者
、
対
二
始
覚
義
一
説
。
以
三
始
覚
者
即
同
二
本
覚
や
始
覚
義
者
、
依
二
本
覚
一
故
而
有
二
不
覚
圭
依
二
不
覚
一

⑧

故
説
し
有
二
始
覚
争
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か
く
て
始
覚
は
、
本
覚
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
始
め
て
覚
知
す
る
と
い
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
覚
知
以
前
の
状
態
、
す
な
わ
ち
不

覚
と
も
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
覚
と
し
て
、
ま
っ
た
く
法
性
を
失
っ
た
状
態
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
に
お
い
て
法
性
と
の
出
遇

い
が
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
不
覚
は
、
覚
の
否
定
的
状
況
で
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
不
覚
と
し
て
の
明
ら
か
な
認
識
で
あ
る
と
も
み
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
単
な
る
混
沌
で
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
何
ら
の
覚
も
存
在
し
な
い
の
で
は
な
く
、
不
覚
と

い
う
覚
知
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
迷
い
が
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
覚
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
暗
闇
が
、
暗
闇
と
し
て

知
ら
れ
る
た
め
に
は
、
現
に
暗
闇
の
中
に
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
暗
闇
に
困
却
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
↑
さ
れ

ば
と
い
っ
て
、
単
に
暗
闇
の
中
だ
け
に
い
た
の
で
は
、
暗
闇
で
あ
る
と
の
感
覚
の
生
ま
れ
る
す
べ
も
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
、
暗
闇
で
あ

る
と
知
る
知
覚
は
、
ど
こ
か
で
階
闇
で
は
な
い
も
の
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
現
に
そ
れ
が
は
た
ら
く
か
ら
、
暗
闇
で
あ
る
と
認
識

諸
法
が
諸
法
そ
の
も
の
と
し
て
、
さ
な
が
ら
に
実
相
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
お
い
て
法
身
の
実
現
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
法
身
が
法
身
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
点
に
お
い
て
本
覚
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
諸
法
の
根
元
的
在
り
方
へ
の
覚
知
は
、
根
元
的
で
は
な
い
覚
知
が
あ
り
得
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
説
か
れ
る
の

で
あ
る
が
、
根
元
的
で
は
な
い
と
い
っ
て
も
、
法
に
対
す
る
覚
知
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
両
者
の
間
に
質
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
真
理
に
対
し
て
始
め
て
頷
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
で
始
覚
と
い
わ
れ
る
こ
の
覚
は
、
始
め
て
開
か
れ
た
と
い
う
点
で
第
一

歩
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
く
と
も
、
ま
っ
た
く
方
向
を
失
っ
て
い
た
中
か
ら
、
明
確
に
真
実
な
る
法
身
へ
向
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
か
ぎ

り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
と
は
異
質
な
世
界
が
展
開
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
本
覚
と
始
覚
は
ま
っ
た
く
同
質
で
あ
っ

て
、
始
覚
の
行
き
付
く
先
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
本
覚
で
あ
る
が
、
そ
の
歩
み
の
道
程
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
始
覚
は
始
覚
で
あ
っ
て

本
覚
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
始
め
て
真
理
に
頷
い
て
も
、
そ
の
頷
き
の
う
え
に
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
は
気
づ
き
も
し
な
か
っ
た

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
新
し
く
生
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
す
。
へ
て
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
に
直
ち
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
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も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
方
向
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
は
、
目
前
の
暗
黒
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
否
定
と

し
て
現
に
背
後
に
あ
っ
て
暗
黒
を
知
ら
せ
て
い
る
も
の
へ
の
明
確
な
自
覚
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
不

覚
が
不
覚
の
み
で
単
独
で
あ
り
得
る
の
で
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
迷
い
へ
の
自
覚
こ
そ
が
迷
い
を
超
え
る
唯
一
の

手
が
か
り
に
な
る
の
で
あ
り
、
本
覚
へ
の
ひ
る
が
え
り
の
場
所
こ
そ
不
覚
で
あ
る
か
ら
、
不
覚
の
裏
面
に
は
明
ら
か
に
本
覚
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
‐
依
二
本
覚
一
有
》
｜
不
覚
一
」
の
語
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
の
次
の
ご
と
き
注
記

も
、
そ
の
意
味
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

謂
即
此
心
体
随
二
無
明
縁
一
動
作
二
妄
念
↓
而
以
二
本
覚
内
薫
習
力
一
故
漸
有
二
微
覚
一
厭
求
。
乃
至
究
筧
還
同
二
本
覚
や
故
云
一
一
依
本
覚
有

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

問
、
本
覚
若
滅
レ
惑
者
即
応
し
無
二
不
覚
誼
以
二
障
治
相
違
｜
故
。
若
有
二
不
覚
一
即
不
レ
得
し
有
一
本
覚
↓
如
何
説
言
一
一
依
本
覚
有
不
覚
一
耶
。

答
、
由
。
一
木
覚
性
自
滅
二
不
覚
一
故
。
是
故
依
二
本
覚
一
得
し
有
二
不
覚
毛
何
者
若
本
覚
不
レ
滅
二
不
覚
一
者
即
応
三
本
覚
中
自
有
一
不
覚
至
若
本

覚
中
自
有
二
不
覚
一
者
則
諸
凡
夫
無
二
不
覚
一
過
。
…
：
既
有
二
此
義
↓
是
故
本
覚
性
滅
二
不
覚
《
是
又
若
不
レ
滅
二
不
覚
一
即
無
二
本
覚
一
無
〕

本
覚
一
故
即
無
し
所
し
迷
。
無
し
所
し
迷
故
即
無
二
不
覚
如
是
故
得
し
有
二
不
覚
一
者
由
二
於
本
覚
圭
本
覚
有
者
由
し
減
一
一
不
覚
聿
是
故
当
レ
知
。

⑩

由
修
滅
二
不
覚
｝
得
し
有
二
本
覚
一
也
。

か
く
て
不
覚
は
、
単
に
不
覚
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
本
覚
の
内
巽
習
力
に
よ
っ
て
自
ら
を
厭
求
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
不
覚
を
否
定
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
始
覚
か
ら
本
覚
へ
の
道
程
に
立
っ
た
時
は
じ
め
て
い
え
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
不
覚
の
中
に
現
に
沈
浦
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
て
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
不
覚
で
あ
る
が
故
に
、
わ
れ
わ

れ
は
現
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
解
決
に
悩
ま
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
性
格
の
明
確
な
把
握
こ
そ

重
要
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
本
覚
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
て
も
顛
倒
の
最
た
る
も
の
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑨

不
覚
依
不
覚
有
始
覚
一
也
。
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以
上
に
よ
っ
て
、
覚
と
不
覚
の
問
に
何
ら
か
の
境
界
が
必
要
に
な
っ
た
が
、
そ
の
一
応
の
基
準
を
示
す
も
の
に
『
華
厳
経
』
の
次
の
よ

う
な
見
解
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
不
覚
を
み
る
と
、
そ
れ
は
凡
夫
の
覚
知
一
般
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
覚
に
は
違
い
な
い
が
、
不
覚
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
『
大
乗
起
信
論
」
で
は

⑪

如
二
凡
夫
人
《
覚
二
知
前
念
起
悪
故
、
能
止
二
後
念
《
令
二
其
不
種
起
。
雌
二
復
名
や
覚
即
是
不
覚
故
。

と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
前
念
の
起
悪
に
気
づ
い
て
後
念
で
止
滅
せ
し
め
る
ご
と
き
覚
知
は
、
覚
知
で
あ
る
に
相
異
な
い
が
、
真
の
覚

知
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
覚
知
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
覚
知
し
た
主
体
は
、
そ
れ
を
真
実
で
あ
る
と
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
不
覚
に
す
ぎ
な
い
と
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
真
に
覚
知
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
い

か
な
る
覚
知
が
必
ず
不
覚
に
な
る
か
を
示
す
明
碓
な
基
準
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
照
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
覚
知
し

た
つ
も
り
で
い
て
も
、
そ
れ
が
単
な
る
妄
情
の
う
え
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

時
金
剛
蔵
菩
薩
、
欲
三
重
宣
二
此
義
一
以
レ
偶
頌
日
是
衆
雌
下
清
浄
深
智
離
二
疑
悔
一
其
心
已
決
定

不
三
復
随
二
他
教
一
無
動
如
二
須
彌
一
不
乱
如
噸
大
海
上
其
余
不
二
久
行
一
智
慧
未
二
明
了
一

⑫

随
し
識
不
レ
随
し
智
聞
已
生
二
疑
悔
一
彼
将
レ
堕
一
悪
道
一
感
念
故
不
レ
説

第
一
初
歓
喜
地
以
後
の
十
地
の
展
開
が
説
か
れ
る
に
先
立
っ
て
、
説
主
金
剛
蔵
菩
薩
に
対
し
て
行
わ
れ
る
解
脱
月
菩
薩
の
勧
請
と
、
そ
れ

に
対
す
る
金
剛
蔵
の
三
た
び
に
及
ぶ
拒
否
は
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
二
度
目
の
拒
絶
の
理
由
と
し
て
述
ゞ
へ
ら
れ
る
こ
の
経
文
は
、
識
と
智

の
間
に
質
的
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
間
の
明
確
な
基
準
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
識
も
智
も
共

に
「
知
」
で
あ
り
な
が
ら
、
識
は
否
定
さ
る
ゞ
へ
き
も
の
、
智
は
肯
定
さ
る
雲
へ
き
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
両
者
は
い
か
な
る
意
味
に
お

三
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以
上
の
よ
う
に
識
を
、
言
葉
に
よ
る
分
別
と
規
定
し
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
分
別
知
で
は
も
の
を
真
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

表
現
は
『
華
厳
経
』
の
所
々
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
如
来
光
明
覚
品
で
は

な
ぜ
そ
う
な
る
か
に
つ
い
て
法
蔵
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
推
測
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
言
葉

で
は
到
底
表
わ
し
得
な
い
事
実
を
分
別
を
越
え
て
さ
な
が
ら
に
知
る
智
に
対
し
て
、
識
は
離
言
の
事
実
を
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
抽
象
化

せ
ざ
る
を
得
な
い
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
て
事
実
を
知
る
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
知
ら
れ
た
義
は
、
ま
っ
た
く
事
実
と
あ
い
反

す
る
可
能
性
を
免
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
は
意
味
を
指
し
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
意
味
そ
れ
自
体
で
は
な
い
か
ら
、
そ

の
間
に
は
無
限
の
断
絶
が
あ
る
。
語
と
義
の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
「
智
度
論
」
の
吹
の
語
に
は
含
蓄
の
深
い
も
の
が
あ
る
。

依
レ
義
者
、
義
中
無
し
課
二
好
悪
罪
福
虚
実
一
故
。
語
以
得
し
義
義
非
し
語
也
。
如
三
人
以
レ
指
指
し
月
以
示
二
惑
者
至
惑
老
視
し
指
而
不
腰
視
吻

月
。
人
語
し
之
言
。
我
以
レ
指
指
し
月
令
二
汝
知
諺
之
。
汝
何
看
レ
指
而
不
し
視
し
月
。
此
亦
如
し
是
。
語
為
二
義
指
一
語
非
し
義
也
。
是
以
故

解
を
障
げ
る
の
で
あ
る

い
て
そ
う
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
識
は
常
に
否
定
さ
れ
も
智
は
い
か
な
る
場
合
に
も
肯
定
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い

と
も
関
連
し
て
こ
の
経
文
は
重
要
な
課
題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
識
に
よ
っ
て
は
真
に
佛
の
境
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
智
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
経
文
を
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、

賢
首
大
師
法
蔵
は
『
枅
伽
経
」
に
よ
り
つ
つ
、
『
探
玄
記
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
、
へ
て
い
る
。

⑬
⑭

経
云
取
レ
相
名
し
識
不
し
取
レ
相
名
し
智
。
又
分
別
名
し
識
。
随
し
言
取
レ
義
故
。
不
二
分
別
一
名
し
智
。
深
解
二
離
し
言
法
一
故
。

聞
い
て
も
疑
悔
が
残
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
悪
趣
に
堕
せ
ざ
る
を
得
な
い
識
は
、
対
象
を
取
る
こ
と
を
性
格
と
し
、
見
ら
れ
る
対
象
と
見

る
自
己
と
の
分
裂
に
よ
っ
て
認
識
を
成
り
立
た
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
分
別
名
識
」
と
い
う
の
は
、
対
象
と
の
分
離
に
よ
っ
て
こ
そ
識
の

は
た
ら
き
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
分
離
し
て
い
る
か
ら
対
象
と
の
一
体
感
が
喪
失
し
、
必
然
的
に
疑
い
が
生
じ
て
、
真
の
理

⑮

不
し
応
し
依
レ
語
。
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衆
生
種
種
業
難
し
可
二
分
別
知
一
十
方
内
外
身
種
種
無
量
色

⑯

佛
身
亦
如
し
是
一
切
油
二
十
方
一
難
し
知
能
知
者
彼
是
大
導
師

と
い
わ
れ
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偶
品
で
は

光
明
無
二
限
量
一
世
間
無
二
能
数
｝
有
し
眼
尚
不
し
知
何
況
盲
冥
者⑰

如
来
亦
如
し
是
功
徳
光
無
量
無
量
無
数
劫
莫
↓
｜
能
分
別
知
一

と
い
わ
れ
て
、
分
別
知
は
い
か
に
し
て
も
如
来
即
ち
佛
身
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
、
如
来
の
知
は
、
分
別
し
て
知
る
こ
と

の
知
り
難
さ
を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
知
ら
れ
る
智
で
あ
っ
て
、
分
別
知
の
否
定
の
う
え
に
の
み
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

す
な
わ
ち
、
真
に
実
在
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
智
は
、
無
分
別
を
証
す
る
智
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
世
間
の
分
別
智
よ
り
生
ず
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
し
て
愚
擬
の
無
明
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
点
を
『
探
玄
記
』
は
「
華
厳
経
』
の
「
非
下
従
二
智
慧
一
生
心
亦
非
一
無
智

⑱
生
一
」
の
注
釈
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

⑲

一
約
し
智
釈
、
‐
謂
此
正
証
無
分
別
智
、
不
下
従
二
世
間
分
別
智
一
生
坐
、
亦
不
下
従
二
愚
擬
及
色
法
等
一
生
上
。
故
摂
諭
云
。
此
智
非
レ
智
非
二

⑳

非
智
圭
非
レ
智
非
二
是
分
別
智
至
非
篝
非
智
一
非
二
是
色
法
↓
此
中
非
智
拠
二
愚
擬
一
也
。

法
蔵
は
、
『
摂
大
乗
論
」
を
手
が
か
り
と
し
て
、
経
に
「
非
従
智
慧
生
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
智
慧
は
「
世
間
分
別
智
」
の
こ
と
で
あ

り
～
そ
の
否
定
と
し
て
佛
智
が
返
顕
さ
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
智
慧
と
い
う
語
自
体
が
、
直
ち
に
世
間
的
分
別
智
の
意
味
で
用
い
ら

れ
る
例
が
ど
れ
ほ
ど
顕
著
な
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
注
釈
の
場
合
は
、
そ
の
主
旨
は
明
確
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
分
別
智
が
否
定
さ
る
ゞ
へ
き
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

の
知
り
難
さ
を
知
っ
た
と
こ

ぬ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
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と
こ
ろ
で
、
分
別
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
虚
妄
で
あ
り
、
迷
情
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
、
佛
教
学
の
全
体
を
通
じ
て
一
般
的
な
の
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
阿
毘
達
磨
で
は
分
別
は
思
惟
・
計
度
の
意
味
で
あ
っ
て
、
「
対
境
に
対
し
て
は
た
ら
き
を
起
し
、
そ
の
相
を
取
っ
て
思

⑳

い
は
か
る
」
推
量
や
思
考
を
つ
か
さ
ど
る
精
神
作
用
に
す
ぎ
な
い
。
も
の
ご
と
を
思
惟
し
、
判
断
し
事
理
を
弁
別
し
て
決
定
を
下
す
粘
神

作
用
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
智
も
慧
も
そ
う
で
あ
る
。
智
（
言
習
国
）
は
「
一
切
の
事
象
道
理
に
対
し
て
、
き
っ
ぱ
り
と
是
非
正
邪
を

⑳

決
定
し
断
定
し
、
よ
く
弁
別
了
知
し
て
、
ひ
い
て
は
煩
悩
を
断
ず
る
主
因
と
な
る
精
神
作
用
」
と
い
わ
れ
、
慧
（
冒
且
目
）
は
「
事
物
や

⑳

道
理
を
識
知
・
推
理
・
判
断
す
る
精
神
作
用
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
精
神
作
用
が
、
わ
れ
わ
れ
の
、
常
生
活
を
つ
か
さ
ど
り
、
そ
れ
を
左
右
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
の
に
対
し
て
判
断
し
た

り
思
惟
し
た
り
す
る
こ
と
を
離
れ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
存
そ
れ
自
体
が
成
立
し
な
い
ほ
ど
密
接
な
側
係
を
も
っ
て
そ
れ
が
は
た
ら
い
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
は
、
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
善
で
も
あ
り
、
悪
で
も
あ
っ
て
、

対
象
と
の
か
か
わ
り
方
に
よ
っ
て
両
方
に
分
か
れ
る
か
ら
、
智
に
つ
い
て
い
え
ば
「
倶
舎
論
』
に

⑳

前
有
漏
智
総
名
二
世
俗
至
多
取
二
瓶
等
世
俗
境
一
故
。
後
無
漏
智
分
二
法
類
別
圭
三
中
世
俗
遍
以
」
一
切
有
為
無
為
一
為
二
所
縁
境
垂

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
五
感
の
対
象
と
な
る
世
俗
の
境
や
、
一
切
の
有
為
・
無
為
を
所
縁
の
境
と
す
る
世
間
的
智
が
、
特
に

有
漏
と
い
わ
れ
、
濁
り
を
も
っ
た
も
の
、
煩
悩
と
つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
、
実
体
の
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
て
、
「
智
度
論
』
に
お
い
て

世
智
者
名
為
二
仮
智
↓
聖
人
於
二
実
法
中
一
知
二
凡
夫
人
一
但
仮
名
中
知
。
以
レ
是
故
名
二
仮
智
毛
如
二
棟
梁
橡
壁
名
為
諺
屋
。
但
知
二
是
事
一

⑳

不
し
知
二
実
義
一
是
名
二
世
智
記

と
定
義
さ
れ
、
「
倶
舎
論
」
に
し

一
自
性
故
立
二
世
俗
智
や
非

四

に
お
い
て

⑳

非
一
二
勝
義
智
為
二
自
性
↑
故
。
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と
い
わ
れ
て
＄
世
俗
智
と
勝
義
智
と
は
そ
の
自
性
に
お
い
て
異
な
り
＄
本
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
智
は
智

と
し
て
世
間
智
も
出
世
間
智
も
同
じ
く
智
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
は
全
く
異
質
な
智
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
智
に
お

け
る
こ
の
よ
う
な
差
異
は
慧
に
お
い
て
も
同
様
に
い
わ
れ
、
『
解
脱
道
論
』
は
次
の
よ
う
に
両
者
の
性
格
の
異
な
り
を
示
し
て
い
る
。

間
、
云
何
二
種
言
。
答
、
所
謂
世
慧
出
世
慧
。
於
レ
是
聖
道
果
相
応
慧
、
是
出
世
慧
。
余
是
世
慧
。
世
慧
者
、
有
漏
有
結
有
縛
是
流

⑳

是
厄
是
蓋
是
所
触
是
趣
是
有
煩
悩
。
出
世
慧
者
、
無
漏
無
結
無
縛
無
流
無
厄
無
蓋
無
所
触
無
趣
無
煩
悩
。

こ
こ
で
は
無
湘
の
無
煩
悩
で
あ
る
出
世
慧
に
対
し
て
、
有
漏
の
有
煩
悩
で
あ
る
世
慧
が
、
ま
っ
た
く
対
照
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、

⑳

か
か
る
世
慧
の
性
格
を
端
的
に
悪
慧
（
百
‐
官
ご
副
）
染
汚
慧
（
置
厨
国
冒
旦
目
）
と
し
て
規
定
す
る
の
は
『
倶
舎
論
」
で
あ
る
。

如
し
是
悪
慧
応
し
名
二
無
明
↓
彼
非
二
無
明
一
有
二
是
見
一
故
。
諸
染
汚
慧
名
為
二
悪
慧
犯
於
レ
中
有
し
見
故
非
二
無
明
元
若
爾
非
レ
見
慧
応
し
許
二

⑲

是
無
明
や
不
し
關
。
無
明
見
相
応
故
。
無
明
若
是
慧
応
三
見
不
二
相
応
毛
無
二
二
慧
体
共
相
応
一
故
。

か
く
て
、
智
や
慧
は
、
特
に
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
明
蜥
な
形
に
分
析
さ
れ
、
有
漏
を
対
象
と
す
る
時
、
有
漏
智
と
な
り
、
無
漏
を
対
象

⑳

と
す
る
時
、
無
脈
智
と
な
る
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
前
述
の
ご
と
く
、
智
は
同
じ
く
智
で
あ
り
な
が
ら
、
有
漏

と
無
漏
と
い
う
ま
っ
た
く
相
反
し
た
性
格
を
示
す
の
は
、
そ
れ
ら
の
二
面
が
智
の
本
質
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
対
象
と
の
か
か
わ
り
に

お
け
る
必
然
的
な
閃
係
と
影
響
に
よ
る
に
す
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
は
次
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
智
が
有
堀
智
と
無
漏
智
に
分
か
れ
る
の
は
、
対
象
の
い

か
ん
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
智
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
有
漏
で
も
無
漏
で
も
な
い
智
一
般
と

１
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
有
漏
か
無
湘
か
の
対
象
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
色
付
け
ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。

、

有
漏
で
も
無
漏
で
も
な
い
智
一
般
と
い
う
考
え
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も
佛
教
で
も
な
い
宗
教
一
般
、
真
宗
で
も
禅
宗
で
も
な
い
佛
教

一
般
と
同
様
、
概
念
的
に
は
成
立
し
て
も
、
事
実
上
ど
こ
に
も
有
り
得
な
い
は
な
は
だ
抽
象
的
な
観
念
に
す
ぎ
な
い
。
智
と
し
て
実
際
に

存
在
す
る
は
た
ら
き
は
、
有
漏
智
か
無
湘
智
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
有
漏
智
に
つ
い
て
見
る
と
す
れ
ば
、
有
漏
を
認
識
し
有
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漏
に
な
る
よ
う
な
智
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
智
自
体
も
有
漏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
漏
智
で
あ
る
か
ら
こ
そ
有
漏
を
認
識
で
き
る

以
上
の
よ
う
に
有
漏
智
は
有
漏
で
し
か
な
く
、
無
漏
智
も
無
漏
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
分
別
に
つ
い
て
も
、
虚
妄
で
も

真
実
で
も
な
い
分
別
智
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
↑
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
境
位
に
お
け
る
分
別
智
は
当
然
有
漏
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
改
め
て
、
で
は
な
ぜ
分
別
智
は
有
漏
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
問
題
が
、
導
き
出
さ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
。
煩
悩
が
有
漏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
わ
れ
わ
れ
を
悩
ま
す
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
が
、
分
別
が
有
漏
で

無
漏
智
が
有
漏
を
対
象
と
し
て
も
、
そ
の
智
が
ど
こ
ま
で
も
無
漏
で
あ
る
な
ら
ば
、
有
湘
を
も
無
漏
と
し
て
認
識
し
、
有
漏
を
か
え
っ

て
主
体
的
に
無
漏
に
転
換
す
る
は
た
ら
き
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
無
漏
智
が
対
象
に
す
る
の
は
常
に
無
漏
で
あ
り
、
有
漏
で

あ
る
対
象
に
よ
っ
て
有
漏
智
に
な
る
ご
と
き
智
は
、
智
そ
れ
自
体
の
中
に
有
湘
で
あ
る
而
を
本
質
的
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
、
有
漏
智
が
無
漏
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
あ
り
得
ず
無
漏
智
が
有
漏
を
対
象
と
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
有
漏

で
あ
る
雑
染
と
の
関
係
に
お
い
て
は
有
湘
智
が
あ
り
、
無
漏
で
あ
る
真
如
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
無
堀
智
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

に
は
、
無
漏
智
を
生
み
出
す
対
象
が
真
如
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
無
堀
智
と
真
如
と
は
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て
二
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
真
如
が
あ
る
時
に
は
同
時
に
無
漏
智
が
あ
り
、
無
漏
智
が
あ
る

時
に
は
真
如
が
あ
る
の
で
あ
る
。
真
如
の
み
の
真
如
、
無
漏
智
の
み
で
存
在
す
る
無
漏
智
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
件
な
い
。

真
如
よ
り
般
若
波
羅
蜜
は
別
異
で
は
な
く
、
般
若
波
羅
蜜
も
真
如
よ
り
別
異
で
は
な
い
。
別
異
で
は
な
い
こ
と
燈
と
光
明
と
の
ご
と

は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

⑳

ノ
、
．
に
で
あ
る
。

五
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あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
直
接
苦
悩
の
原
因
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
そ
の
問
題
の
本
質
を
理

解
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

先
に
み
た
ご
と
く
、
も
の
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
自
体
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
と
見
ら
れ
る
分
別
智
が
、
と
も
す
れ
ば
虚
妄
分
別
の
意

味
と
し
て
、
悪
の
分
別
の
面
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
も
の
を
分
け
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
の
中
に
虚
偽
が
あ
る
と
い
う

事
実
の
発
見
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑫

所
し
言
不
覚
義
者
、
謂
不
一
二
如
レ
実
知
二
真
如
法
一
一
故
、
不
覚
心
起
而
有
二
其
念
至

の
語
は
そ
の
意
味
を
明
確
に
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
来
一
つ
で
あ
る
も
の
を
一
つ
に
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
か
ら
生
ず

る
過
誤
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
矛
盾
が
生
ず
る
の
か
。
そ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
分
別
智
が
本
来
的
に
持
っ

て
い
る
根
本
的
性
格
へ
の
検
討
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
が
分
離
す
る
こ
と
に
お
い
て
具
体
的
に
は
た
ら
く
分
別
智
は
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
対
象
を
つ
き

離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
命
を
担
っ
て
い
る
。
対
象
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
も
の
を
客
観
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
を
つ
き
離
す
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
の
全
休
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

全
体
と
し
て
の
対
象
を
何
ら
か
の
形
に
お
い
て
切
り
捨
て
、
抽
象
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
切
り
捨
て
る
た
め
に
は
、
冷
静
に
し
て
厳
密
な

操
作
が
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
の
冷
厳
さ
は
と
も
す
れ
ば
冷
酷
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
た
ら
き
を
免
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
故
に
そ
れ

は
も
の
の
全
体
を
、
全
体
と
し
て
把
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
過
誤
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
全
体
を
全
体
と
し

て
把
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
直
接
経
験
と
し
て
の
直
観
智
は
あ
っ
て
も
、
分
別
智
は
は
た
ら
か
な
い
。
そ
れ
故
、
も
し
仮
り
に
分
別

智
を
い
か
に
巧
み
に
は
た
ら
か
せ
て
も
、
決
し
て
全
体
と
し
て
の
も
の
そ
れ
自
体
は
把
え
ら
れ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
直
接

経
験
に
よ
っ
て
端
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
そ
れ
自
体
は
、
い
か
な
る
言
葉
、
ど
の
よ
う
な
思
考
に
よ
っ
て
も
、
表
現
し
尽
せ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
現
わ
し
得
な
い
も
の
を
、
知
性
を
媒
介
と
し
た
概
念
に
よ
っ
て
現
わ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
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痒
を
も
感
じ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
に
は
お
の
ず
か
ら
無
理
が
生
じ
、
事
実
と
反
し
た
種
々
な
る
矛
盾
が
必
然
的
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
の
産
客
観
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
分
別
智
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
対
象
の
性
格
を
さ
ま
ざ
ま
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ

で
は
じ
め
て
組
織
や
体
系
な
ど
を
正
確
に
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
も
の
の
法
則
を
理
解
し
、
原
理
を
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
た
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
て
文
化
を
発
達
せ
し
め
、
科
学
を
進
展
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
物
心
の

両
面
に
わ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
え
に
も
た
ら
し
た
予
想
以
上
に
豊
か
な
生
活
や
便
利
な
環
境
は
、
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
な
し
た
分

別
智
に
対
す
る
盲
目
的
と
い
っ
て
も
い
い
信
頼
感
を
、
ま
す
ま
す
わ
れ
わ
れ
の
中
に
、
無
意
識
的
な
ま
で
の
深
さ
に
お
い
て
巣
く
わ
せ
た

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
恩
恵
を
与
え
た
分
別
智
は
、
そ
の
そ
も
そ
も
の
成
立
の
根
元
に
お
い
て
、
実
は
冷
酷
さ
を
免
が
れ

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
点
を
忘
却
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
が
生
じ
、
己
の
作
り
出
し
た
も
の
に
、
己
自
身
が

食
い
つ
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
根
本
的
矛
盾
と
の
対
決
を
せ
ま
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

冷
酷
さ
は
、
一
つ
で
あ
る
も
の
を
二
つ
に
分
け
て
し
か
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
は
た
ら
き
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
一
な
る
も
の
に
対
し

て
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
反
逆
か
ら
生
ず
る
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
の
一
つ
の
世
界
に
そ
む
く
と
は
、
自
己
の
生
存
も
、
自
己
以
外
の
一

切
の
他
者
と
の
密
按
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
別
智
に
よ
っ
て
自
己
を
他
者
と
区
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
他
者
を
自
己
の
た
め
に
利
用
す
べ
き
存
在
と
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
あ
る
い
は
自
己
と
か
か
わ
り
の
あ
る
他

者
の
痛
み
を
ま
っ
た
く
他
人
事
と
し
て
し
か
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
者
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
自
己
を
否
定

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
単
な
る
他
者
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
の
否
定
や
冷
淡
な
傍
観
に
何
ら
の
痛

す
。
へ
て
を
自
他
の
対
立
に
お
い
て
し
か
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
根
元
と
し
て
の
一
加
の
世
界
に
永
久
に
そ

む
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
な
る
世
界
は
単
な
る
客
観
視
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
な
い
か
ら
、
分
別
智
は
真
に
一
加
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
は
、
一
切
衆
生
と
の
間
に
本
来
的
に
生
ず
る
は
ず
の
真
の
連
帯
も
生
命
の
共
同
感
も
成
立
し
な
い
。
あ
る
と
し
て
も
単
な
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る
観
念
と
し
て
で
し
か
な
く
、
具
体
的
事
実
と
し
て
は
、
あ
り
得
る
は
ず
の
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
起
信
論
」
が

⑬

一
者
智
相
、
依
一
一
於
境
界
一
心
起
、
分
二
別
愛
与
不
愛
一
故
。

と
い
う
の
は
、
智
が
対
象
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
客
の
分
離
が
行
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
主
観
が
親
愛
す
零
へ
き
も
の
と
嫌
悪
す
？
へ
き
も
の

の
二
者
に
、
必
ず
対
象
を
分
け
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
で
あ
る
も
の
を
二
に
分
け
る
と
こ

ろ
か
ら
、
善
と
悪
・
美
と
醜
そ
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
分
裂
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
分
裂
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
の
根
元

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
分
別
こ
そ
が
も
っ
と
も
大
き
な
虚
妄
で
あ
り
、
虚
偽
の
根
元
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
、
故
な
し
と

し
な
い
観
点
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
自
と
他
の
弁
別
は
、
真
に
客
観
的
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
と
区
別
さ
れ
た
自
己
の
正
当
性
を
ど
こ
ま
で
も
主
張
し
、

そ
の
主
張
の
誤
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
な
お
か
つ
自
己
を
善
と
し
他
を
悪
と
す
る
深
い
濁
り
を
持
っ
た
上
で
の
客
観
化
し
か
な

さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
を
ま
も
り
、
我
が
所
有
を
愛
し
む
と
い
う
深
い
妄
執
の
う
え
に
立
っ
た
判
断
を
基
礎
に
し
て
い
る
た
め
に
当

然
の
こ
と
な
が
ら
諸
法
の
実
相
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
の

を
分
け
て
考
え
る
こ
と
と
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
自
己
と
他
者
を
分
別
し
た
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
結

果
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
分
別
す
る
こ
と
自
体
が
汚
濁
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
汚
濁
が
、
深
く
人
間
の
あ
り
方
そ

の
も
の
を
疎
外
し
、
そ
の
存
在
の
根
元
的
意
味
を
正
し
く
把
握
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
分
別
智
・
分
別
事
識
・
世
間
智
と
い

う
何
ら
価
値
的
判
断
を
含
ま
な
い
了
知
が
、
同
時
に
有
漏
智
と
し
て
必
然
的
に
濁
り
の
中
に
あ
る
も
の
と
な
り
、
漏
と
い
う
醜
い
あ
り
方

が
、
わ
れ
わ
れ
を
悩
ま
し
煩
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
困
却
す
、
へ
き
も
の
、
束
縛
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
い
う
判
定
を
下
さ
れ
る
こ

が
、
わ
れ
わ
れ
を
悩
ま
し
煩
ら
わ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

言
二
意
識
一
者
、
即
此
相
続
識

名
二
分
離
識
《
又
復
説
名
二
分

即
此
相
続
識
。
依
二
諸
凡
夫
取
著
転
深
《
計
二
我
我
所
一
種
種
妄
執
、
随
し
事
筆
縁
、
分
一
別
六
塵
一
名
為
二
意
識
杢
亦

⑭

又
復
説
名
二
分
別
事
識
毛
此
識
依
二
見
愛
煩
悩
一
増
長
義
故
。

､信

凸師



な
Ｆ
つ
い
・

ら
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
の
執
著
は
、
先
に
み
た
ご
と
く
自
己
に
対
す
る
深
い
妄
執
を
基
盤
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
元
暁
の
『
起
信
諭
疏
』

に
お
け
る
次
の
語
は
、
そ
の
間
の
消
息
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

初
言
二
智
相
一
者
是
第
七
識
髭
中
之
始
。
始
有
｜
一
慧
数
一
分
二
別
我
塵
一
故
名
二
智
相
犯
如
二
夫
人
経
一
二
具
於
二
此
六
識
及
心
法
智
一
此
七
法
刹

那
不
し
住
。
此
言
二
心
法
智
一
者
慧
数
之
謂
也
。
若
在
二
善
道
一
分
二
別
可
愛
法
一
計
二
我
我
所
（
在
二
悪
道
一
時
分
二
別
不
愛
法
一
計
二
我
我
所
誼

⑳

故
言
二
依
於
境
界
心
起
分
別
愛
與
不
愛
故
一
也
。
具
而
言
し
之
、
縁
二
於
本
識
↑
計
以
為
し
我
、
縁
二
所
現
境
一
計
為
二
我
所
幸

以
上
の
ご
と
き
我
我
所
に
対
す
る
根
深
い
愛
執
が
、
他
の
存
在
と
切
り
離
さ
れ
た
個
人
性
へ
の
埋
没
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
現
実
的
に
は
個
人
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
個
が
あ
っ
て
こ
そ
、
全
体
が
問
題
に
な
る
と
い
え
る
。
し
か

以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
、
分
別
が
有
漏
で
あ
り
、
主
客
の
分
離
が
迷
情
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
智
と
い
わ
れ
よ
う
と
、
識

と
い
わ
れ
よ
う
と
、
お
よ
そ
分
別
智
で
あ
り
、
分
離
識
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
共
に
自
心
の
造
り
出
し
た
対
境
に
対
す
る

好
悪
・
染
浄
の
弁
別
を
免
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
蔵
が
「
分
別
事
識
細
分
之
位
」
の
説
明
に
お
い
て

⑮

三
名
二
智
相
↓
謂
由
三
無
明
迷
二
前
自
心
所
レ
現
之
境
一
妄
起
下
分
二
別
染
浄
一
之
相
上
。
故
云
レ
智
也
。

と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
智
も
識
も
そ
れ
自
体
に
お
い
て
必
然
的
に
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
迷
妄
と
し
て
の
は
た

一
如
と
し
て
の
具
体
的
事
実
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
分
別
し
か
頼
る
も
の
が
な
い
。
何
か
を
頼
る
こ
と
な
し
に
、
一
瞬
も
生
き
得
な
い
わ

れ
わ
れ
の
あ
り
方
を
考
え
れ
ば
、
分
別
に
対
す
る
執
著
が
ど
れ
ほ
ど
奥
深
い
も
の
で
あ
る
か
、
想
像
に
絶
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば

で
紫
の
る
。

一
ハ
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し
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
本
質
的
に
個
と
か
か
わ
っ
て
い
る
全
体
を
無
視
し
て
、
な
お
個
が
あ
り
得
る
と
考
え
る
の
は
単
な
る
幻
想
に
す

ぎ
な
い
。
個
と
全
と
は
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て
二
と
い
う
縁
起
と
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
だ
け
の
個
な
ど
と
い
う
も

の
は
、
事
実
と
し
て
は
ど
こ
に
も
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
葉
に
よ
り
、
概
念
に
よ
る
分
別
の
う

え
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
分
別
が
、
み
ず
か
ら
の
生
命
の
成
り
立
つ
基
盤
そ
の
も
の
を
、
他
者
と
み
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
否
定

し
て
も
自
己
の
存
在
に
何
の
関
係
も
な
い
と
錯
覚
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
分
別
智
の
絶
対
的
虚
妄
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
「
華
厳
経
』
が
分
別
知
を
肯
定
し
て

一
切
法
無
し
生
亦
復
無
し
有
し
減
若
能
如
レ
是
解
斯
人
槻
二
如
来
］⑰

諸
法
無
生
故
当
し
知
無
二
所
有
一
如
し
是
分
別
知
此
人
達
二
深
義
一

と
述
簿
へ
る
の
は
、
現
実
の
汚
濁
に
ま
み
れ
、
そ
の
中
に
埋
没
し
つ
つ
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
、
自
ら
が
有
漏
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

痛
烈
な
痛
み
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
内
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
う
痛
烈
さ
は
、
痛
み
で
あ
る
と
い
っ

て
も
、
事
実
上
は
「
微
覚
」
と
し
て
は
な
は
だ
微
か
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
の
基
盤
で
あ
る
全
体
を
否

定
す
る
こ
と
は
、
己
が
生
命
の
成
立
自
体
を
も
危
く
す
る
と
い
う
こ
と
、
個
と
し
て
の
生
命
も
、
全
体
と
し
て
の
生
命
を
離
れ
て
は
瞬
時

も
成
立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
一
即
一
切
、
一
切
即
こ
と
し
て
あ
る
諸
法
の
実
相
が
、
そ
の
ま
ま
不
生
不
滅
な
る
一
如
と

し
て
現
存
す
る
こ
と
を
さ
な
が
ら
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
か
か
る
根
元
的
知
力
と
し
て
の
は
た
ら
き

こ
そ
、
全
体
と
し
て
の
生
命
か
ら
、
個
の
現
実
の
う
え
に
与
え
ら
れ
た
、
生
命
の
自
覚
と
し
て
の
智
慧
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。

識
が
、
分
別
事
識
と
し
て
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
な
お
阿
梨
耶
識
と
し
て
、
不
覚
を
本
覚
へ
転
ず
る
始
覚
の
は
た
ら
き
を

も
な
す
と
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
智
も
識
も
共
に
単
に
対
象
を
捉
え
る
こ
と
を
超
え
て
、
自
己
自
身
の
本
質
を
知
り
、
ひ
い
て
は
全
世
界

の
根
元
的
意
味
を
も
知
る
こ
と
を
、
そ
の
本
来
の
役
目
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
か
か
る
智
慧
に
対
し
て
こ
そ
如
来
の
説
法
も
可
能
で
あ
り
、
か
か
る
智
慧
に
依
っ
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
、
現
実
の
雑
染
の

中
か
ら
佛
説
に
か
か
わ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

⑱

四
世
俗
智
、
謂
世
問
慧
。
由
し
依
レ
此
故
、
如
来
為
二
諸
衆
生
（
随
二
其
意
解
《
随
二
其
随
眠
一
宣
二
説
妙
法
毛

四
世
俗
智
、

だ
か
ら
で
あ
る
。

も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
現
実
の
汚
濁
に
ま
み
れ
つ
つ
、
単
に
そ
の
現
実
を
他
者
と
し
て
冷
笑
す
る
こ
と
な
く
、
真
に
汚
濁
こ
そ
自
己
の
本
質
と
し
て
痛

み
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
深
い
痂
み
こ
そ
が
、
汚
濁
を
単
に
汚
濁
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
よ
っ
て
来
た
る
深
い
根

元
を
見
透
す
眼
に
よ
っ
て
、
有
漏
の
雑
染
た
る
不
覚
を
否
定
媒
介
と
し
て
↑
自
身
を
さ
な
が
ら
に
顕
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
顕
現
の

具
体
相
が
、
常
に
汚
濁
の
中
に
埋
没
し
、
そ
の
汚
濁
に
身
も
心
も
腐
敗
さ
せ
つ
つ
あ
る
も
の
を
根
元
か
ら
目
覚
ま
し
め
ん
と
の
は
た
ら
き

と
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
大
い
な
る
愛
の
心
と
し
て
あ
る
こ
の
智
慧
の
相
こ
そ
、
真
に
あ
ら
ゆ
る
華
々
で
厳
飾
さ
る
に
価
す
る

単
に
対
象
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
こ
に
事
実
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
あ
る
い
は
、
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
主
張
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
事
実
の
真
相
は
何
ら
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
事
実
か
ら
ま
っ
た
く
離
れ
て
、
単

に
客
観
的
に
み
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
無
責
任
な
批
判
や
冷
淡
な
非
難
を
も
た
ら
す
第
三
者
的
評
言
を
生
み
出
す
と
し
て
も
、
生
命
の
か

よ
っ
た
創
造
的
智
見
な
ど
出
る
、
へ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
い
か
に
優
れ
た
知
性
で
も
、
も
の
ご
と
を
外
か
ら
眺
め
た
だ
け
で
は
、
そ
の
も
の

の
本
質
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
の
の
中
に
入
り
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
埋
没
の
危
険
性
を

常
に
打
破
す
る
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
外
に
立
つ
こ
と
の
で
き
る
知
性
、
外
に
立
ち
つ
つ
、
そ
れ
と
同
時
に
対
象
の
中
に
入
っ
て
、
苦
悩

を
共
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
は
た
ら
き
、
入
と
出
と
を
同
時
に
相
互
的
に
成
立
せ
し
め
る
真
に
覚
め
た
る
意
識
、
鋭
く
し
て
し
か

も
慈
愛
に
満
ち
た
智
力
こ
そ
が
、
無
漏
の
智
慧
。
本
覚
と
し
て
、
具
体
的
に
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
う
え
に
明
ら
か
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
＆
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》
同
前

大
乗
起
信
論
義
記
巻
中
本
（
大
正
“
・
二
五
六
・
ｃ
）

大
乗
起
信
論
義
記
別
記
（
大
正
“
・
二
九
二
・
Ｃ
ｌ
三
・
ａ
）

大
乗
起
信
論
（
大
正
躯
．
五
七
六
・
ｂ
）

華
厳
経
巻
第
二
十
三
、
十
地
品
（
大
正
９
．
五
四
三
・
ｂ
）

梼
伽
阿
賊
多
羅
宝
経
巻
第
三
（
大
正
鵡
・
五
○
一
・
ａ
）
「
得
相
是
識
不
得
相
是
智
」

探
玄
記
巻
第
十
（
大
正
調
．
二
九
二
・
ｃ
）

大
智
度
論
巻
第
九
（
大
正
弱
・
一
二
五
・
３
ｌ
ｂ
）

華
厳
経
巻
第
五
、
如
来
光
明
覚
品
（
大
正
９
．
四
二
六
・
Ｃ
）

同
前
巻
第
十
、
夜
摩
天
宮
菩
陳
説
偶
品
（
大
正
９
．
四
六
四
・
ｂ
）

同
前
（
大
正
９
．
四
六
四
・
Ｃ
）

摂
大
乗
論
釈
巻
第
十
二
、
真
諦
訳
（
大
正
訓
・
二
四
三
・
ｂ
）
「
云
何
説
為
二
無
分
別
智
至
論
日
、
非
し
智
非
一
一
非
智
至
釈
日
、
云
何
説
一
一
非
智
圭

於
二
加
行
及
後
得
智
中
一
不
し
生
故
言
一
一
非
智
↓
若
爾
云
何
不
し
成
一
一
非
智
《
或
此
義
亦
不
し
成
。
何
以
故
。
非
智
或
従
二
不
正
思
惟
一
生
、
能
起
一
一
欲
等

流
や
此
従
二
無
分
別
加
行
智
一
生
能
生
一
一
無
分
別
後
得
智
一
故
説
一
一
非
非
智
争
復
次
由
下
此
智
於
一
一
分
別
中
一
不
上
レ
生
故
説
一
一
非
智
争
由
乙
此
智
不
下
於
一
一
余

佛
を
形
容
す
る
と
い
わ
れ
る
大
方
廣
の
意
味
に
つ
い
て
は
探
玄
記
巻
第
一
（
大
正
調
．
二
二
・
ａ
ｌ
ｂ
）
に
詳
細
な
注
釈
が
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
こ
の
論
は
、
著
者
・
訳
者
そ
の
他
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
問
題
の
多
い
害
で
あ
る
が
、
今
は
内
容
に
重
点
を
お
い
て
み
る
た
め
、

て
れ
ら
に
つ
い
て
は
関
説
し
な
い
・

大
乗
起
信
論
（
大
正
詑
・
五
七
五
・
ｃ
）

同
前
（
大
正
犯
・
五
七
六
・
ａ
）

拙
著
「
華
厳
教
学
序
説
ｌ
真
如
と
真
理
の
研
究
ｌ
」
九
七
頁
参
照
。

大
乗
起
信
論
（
大
正
詑
・
五
七
六
・
ｂ
）

|司
前
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処
一
生
エ
但
於
分
別
法
如
中
甲
生
説
二
非
非
智
一
」

探
玄
記
巻
第
六
（
大
正
調
．
二
一
四
・
ｂ
）

二
四
二
頁
参
照
。

同
前
（
大
正
詑
・
五
七
七
・
ｂ
）

大
乗
起
信
諭
義
記
巻
中
本
（
大
正
“
・
二
五
七
・
ｂ
）

起
信
論
疏
巻
上
（
大
正
型
．
二
一
二
・
ｃ
）

華
厳
経
巻
第
十
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偶
品
（
大
正
９
．
四
六
四
・
ｂ
）

顕
揚
聖
教
論
巻
第
二
（
大
正
釧
・
四
八
九
・
Ｃ
）

同
一

月|」

倶
舎
論
巻
第
十
（
大
正
朗
・
五
一
・
Ｃ
）

佐
衣
木
現
順
著
「
阿
毘
達
磨
思
想
研
究
」
二
九
二
頁
、
同
『
智
慧
の
概
念
」
（
大
谷
大
学
研
究
年
報
、
第
六
集
、
一
九
○
頁
）
参
照
。

円
集
要
義
諭
、
山
口
益
著
「
空
の
世
界
」
三
五
頁
よ
り
引
用
。

大
乗
起
信
論
（
大
正
犯
・
五
七
七
・
ａ
）

倶
舎
論
巻
第
二
十
六
（
大
正
”
・
一
三
四
・
Ｃ
）

大
智
度
論
巻
第
二
十
三
（
大
正
妬
・
二
三
三
・
Ｃ
）

倶
舎
論
巻
第
二
十
六
（
大
正
的
・
一
三
五
・
ｂ
）

解
脱
道
論
巻
第
九
（
大
正
鎚
・
四
四
五
・
ａ
）

シ
ｇ
己
冨
Ｈ
日
騨
‐
嵐
○
昏
号
圃
当
餌
旦
ぐ
四
ｍ
ｐ
ｇ
且
冒
や
』
凸
］
．
ぢ
、
山
口
益
・
舟
橋
一
哉
共
著
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
壯
叫
型
二
四
○
Ｉ

探
玄
記
巻
第
六
（
大
正
調

佛
教
学
辞
典
、
三
九
○
頁

同
前
、
三
二
一
頁

同同
一一一ユ吟

月1J月|」
、、

三
八
頁

の
主
意
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